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一
、
は
じ
め
に

―
古
典
文
学
と
歌
謡
の
乖
離

　

高
等
学
校
の
古
典
教
育
は
土
俵
際
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
学

習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴
い
、
学
習
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の

事
実
は
、
未
来
の
日
本
に
ど
う
影
響
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、

一
千
有
余
年
の
歴
史
あ
る
日
本
文
化
を
伝
承
す
る
機
会
が
減
少
し
て
い
く
。
こ

れ
は
決
し
て
大
げ
さ
な
物
言
い
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
日
本
社
会
が

「
役
に
立
つ
／
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
二
者
択
一
の
ご
と
く
効
率
や
利
便
性

を
求
め
て
き
た
か
ら
と
声
高
に
叫
ん
で
も
即
座
に
解
決
は
で
き
な
い
。た
だ
し
、

日
本
社
会
の
基
盤
を
担
う
こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
が
導
い
た
結
果
だ
と
し
た

ら
、
検
証
と
改
善
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
学
校
教
育
は
大
き
な
変

革
期
で
あ
る
こ
と
は
コ
ロ
ナ
禍
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
、G

IG
A

ス
ク
ー
ル
構
想

に
よ
るIC

T

の
急
速
な
広
が
り
も
相
ま
っ
て
、学
び
に
余
裕
が
な
い
。し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
と
き
こ
そ
じ
っ
く
り
と
学
び
の
余
裕
を
も
ち
た
い
。

　

試
み
に
生
徒
や
学
生
に
「
更
衣
」
と
い
う
二
字
熟
語
の
読
み
方
を
尋
ね
た
と

し
た
ら
、ど
の
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。「
こ
う
い（
カ
ウ
イ
）」

と
答
え
る
者
が
多
数
を
占
め
、
他
の
読
み
方
を
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

「
こ
ろ
も
が
え
（
コ
ロ
モ
ガ
ヘ
）」
と
答
え
ら
れ
る
者
は
ど
の
程
度
い
る
だ
ろ
う

か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
単
純
な
熟
語
の
読
み
方
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
と
と
も
に
「
更

衣
」
を
示
し
、
前
後
の
文
脈
の
な
か
で
考
え
さ
せ
た
と
し
て
も
結
果
は
そ
う
変

わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
意
味
を
尋
ね
る
と
な
る
と
、
ま
た
解
答

『
催
馬
楽
』「
更
衣
」
攷

　
　

―
古
典
研
究
／
教
育
に
お
け
る
歌
謡
―

中
田
幸
司

要
　
約

　

古
典
教
育
に
お
け
る
「
更カ
ウ
イ衣

」（
こ
う
い
）
は
天
皇
の
夫
人
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
、
衣
を
替
え
る
意
義
を
も
つ
「
更コ

ロ
モ
ガ
ヘ衣」

が
平
安
朝
に
隆
盛
し
た
『
催
馬
楽
』

に
は
あ
る
。
こ
の
詞
章
に
は
愛
し
い
相
手
に
思
い
を
伝
え
る
世
界
観
が
あ
る
。
身
分
制
度
や
年
中
行
事
か
ら
距
離
を
お
き
、
自
／
他
の
情
を
交
え
よ
う
と
す
る
往
時
の
人
は
い
か
に
表

明
し
た
の
か
。
そ
こ
に
は
宮
廷
人
に
よ
る
知
識
と
脚
色
し
た
詞
章
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
催
馬
楽
・
更
衣
・
和
歌
・
古
典
教
育
・
伊
勢
物
語

所
属
：
文
学
部
国
語
教
育
学
科 
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『催馬楽』「更衣」攷

は
異
な
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
「
こ
う
い
」
は
読
め
て
も
「
こ
ろ
も
が
え
」
と

は
読
み
づ
ら
い
と
い
う
結
果
を
仮
定
し
、
そ
の
理
由
を
想
定
し
て
お
く
。
そ
の

ひ
と
つ
は
日
本
古
典
文
学
の
な
か
で
も
著
名
な
『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
に
「
い

づ
れ
の
御
時
に
か
、女
御
、更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
中
に（
以
下
略
）」

と
、
時
の
天
皇
の
夫
人
の
身
分
と
し
て
「
更
衣
」
が
登
場
し
、
光
源
氏
の
母
と

し
て
「
桐
壺
更
衣
（
き
り
つ
ぼ
の
こ
う
い
）」
と
一
般
に
呼
ば
れ
、
高
等
学
校

で
目
に
入
り
、
耳
で
聞
き
、
学
ぶ
機
会
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う）

1
（

。

　

別
に
「
こ
ろ
も
が
え
」
と
い
う
読
み
方
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
新
た
に
学
べ

ば
よ
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
あ
え
て
い
ま
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
な

ら
ば
、「
こ
ろ
も
が
え
」
と
い
う
読
み
方
に
出
会
う
機
会
が
少
な
い
。
た
だ
し
、

今
日
で
も
「
こ
ろ
も
が
え
」
の
言
葉
は
メ
デ
ィ
ア
や
学
校
教
育
、
あ
る
い
は
日

常
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
制
服
の
あ
る
環
境
で
あ
れ
ば
「
こ
ろ
も

が
え
の
季
節
に
な
り
…
…
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
代
を
遡
っ
て
古

典
文
学
の
な
か
に
「
更
衣
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
今
日

で
も
季
節
の
風
物
詩
の
折
に
紹
介
で
き
れ
ば
よ
い
。

　

さ
て
、
古
典
文
学
の
な
か
で
も
一
条
朝
が
隆
盛
期
と
考
え
ら
れ
る
平
安
宮
廷

歌
謡
『
催
馬
楽
』
に
は
、
ま
さ
に
「
更コ
ロ
モ
ガ
ヘ衣

」（
こ
ろ
も
が
え
）
を
題
名
に
も
つ

曲
が
あ
る
。
た
だ
し
、
古
典
の
検
定
教
科
書
用
図
書
・
教
材
に
は
平
安
時
代
の

『
古
今
和
歌
集
』・『
伊
勢
物
語
』・『
源
氏
物
語
』・『
枕
草
子
』
と
い
っ
た
著
名

な
も
の
が
載
る
。
し
か
し
、
同
じ
平
安
時
代
の
文
学
で
あ
り
な
が
ら
、
韻
文
の

一
部
と
し
て
和
歌
に
補
足
さ
れ
る
程
度
に
し
か
扱
わ
れ
な
い
ジ
ャ
ン
ル
が
歌
謡

で
あ
る
。『
催
馬
楽
』
は
そ
の
歌
謡
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
た
め
、
学
び
の
機
会

が
用
意
さ
れ
に
く
い）

2
（
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、
ア
ニ
メ
等
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
等
は

盛
況
で
も
、
日
本
の
古
典
教
育
と
歌
謡
、
特
に
平
安
朝
の
そ
れ
は
乖
離
・
隔
絶

し
た
関
係
に
あ
る
。

二
、
詞
章
伝
承
の
優
位
性

　

こ
の
歌
謡
に
つ
い
て
近
時
、
浅
田
徹
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

歌
謡
は
は
か
な
い
芸
術
で
あ
る
。
録
音
・
録
画
技
術
が
な
か
っ
た
時
代
の

歌
謡
は
、
ど
う
努
力
し
て
も
そ
の
生
命
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

古
典
時
代
の
歌
謡
に
つ
い
て
我
々
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
詞
章
だ
け
で
あ
る）

3
（

。

　

右
の
浅
田
の
見
解
は
、
歌
謡
全
体
を
記
録
す
る
術
の
有
無
を
思
え
ば
、
往
時

で
は
音
曲
の
再
現
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
一
方
で
、
詞
章
の
伝
承
に
は
筆
録

と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
優
位
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
い
う
状
況
を
的
確
に
指
摘
し

て
い
る
。
同
時
に
「
は
か
な
い
芸
術
」
と
定
義
し
た
こ
と
は
、
今
日
に
至
る
古

典
文
学
と
し
て
の
歌
謡
の
扱
わ
れ
方
を
知
る
者
に
は
心
に
響
く
言
説
と
な
ろ

う
。
さ
ら
に
浅
田
は
、

も
ち
ろ
ん
、
催
馬
楽
や
琴
歌
譜
、
早
歌
、
和
歌
披
講
の
よ
う
に
音
楽
復
元

が
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
譜
が

伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
類
似
の
音
楽
が
現
在
ま
で
演
奏
・
歌
唱
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
歌
謡
の
研
究
史
上
、
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る
現
状
に
ふ
れ
つ
つ
、
改
め
て
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歌
謡
に
つ
い
て
、

歌
唱
の
実
体
に
密
着
し
よ
う
と
す
る
方
向
を
「
歌
唱
再
現
的
」
な
方
向
と

呼
び
、
言
語
内
容
を
示
そ
う
と
す
る
方
向
を
「
言
語
表
示
的
」
な
方
向
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

と
二
つ
の
方
向
を
示
し
て
区
分
を
し
、
今
日
伝
わ
る
歌
謡
に
か
か
わ
る
文
献
の

表
記
を
観
察
し
、
論
じ
た
。

　

筆
者
も
こ
れ
ま
で
『
催
馬
楽
』
の
詞
章
を
分
析
し
て
き
た
が）

4
（

、
本
論
に
お
い

て
も
基
本
的
に
そ
の
延
長
に
立
ち
つ
つ
、
浅
田
の
述
べ
る
「
言
語
表
示
的
」
な

方
向
に
さ
ら
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
現
存
の
「
催
馬
楽
」
の
な
か
か
ら
「
更
衣

（
コ
ロ
モ
ガ
ヘ
）」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
、『
催
馬
楽
』
に
み
る
「
更
衣
」
の
問
題

―
注
釈
書
の
理
解

―

　

現
在
、
日
本
古
典
文
学
は
古
典
籍
の
収
集
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
進
み
、
こ

れ
ま
で
の
活
字
化
さ
れ
書
籍
化
さ
れ
た
も
の
以
上
にW

eb

上
か
ら
閲
覧
で
き

る
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
る
。
筆
者
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
ひ
と
り
で
あ
る）

5
（

。
こ

れ
に
よ
り
、
表
現
上
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
る
た
め
に
必
要
な
書
物
は
、
写
本
・

板
本
を
問
わ
ず
可
能
な
限
り
閲
覧
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本

論
で
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
活
字
化
さ
れ
た
も
の
と
と
も
に
、
可
能
な
限
りw

eb

上
で
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
手
始
め
に
『
催
馬
楽
』
の
注
釈
書
の
ひ

と
つ
で
刊
行
さ
れ
一
般
に
閲
覧
し
や
す
い
『
古
代
歌
謡
集
』
の
「
更
衣
」
を
見

て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、

更
衣
せ
む
や　

さ
き
ん
だ
ち
や　

我
が
衣
は　

野
原
篠
原　

萩
の
花
擦
や　

さ
き
ん
だ
ち
や 

（『
催
馬
楽
』
21
）

己
呂
毛
可
戸
世
无
也　

左
支
无
太
知
也　

和
可
支
奴
波　

乃
波
良
之
乃
波

良　

波
支
乃
波
名
須
利
也　

左
支
无
太
知
也）

6
（

と
、
い
わ
ゆ
る
一
字
一
音
の
万
葉
仮
名
の
要
素
を
用
い
た
詞
章
と
、
そ
れ
を
翻

刻
し
、
適
宜
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
し
た
詞
章
が
載
る
。
な
お
、
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
し
た
段
階
で
校
注
者
（
同
書
で
は
小
西
）
の
解
釈

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
念
の
た
め
確
認
を
し
て
お
く
。
さ
て
、
同
書
の
凡
例

に
は
、催

馬
楽
は
順
序
だ
け
『
梁
塵
後
抄
』
に
よ
り
、
歌
詞
は
鍋
島
家
本
を
底
本

と
し
た
。『
梁
塵
後
抄
』
の
底
本
と
し
た
天
治
本
は
歌
数
が
少
な
い
か
ら

で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
『
催
馬
楽
』
の
現
存
六
十
余
曲
に
は
、
律
と
呂
と
い
う
曲

順
や
曲
そ
の
も
の
に
異
同
が
認
め
ら
れ
、
曲
も
す
べ
て
が
揃
っ
て
い
る
と
は
い

い
が
た
い
。
そ
こ
で
二
系
統
と
し
て
伝
わ
る
鍋
島
家
本
あ
る
い
は
曲
数
が
少
な

い
な
が
ら
も
天
治
本
系
統
の
諸
本
を
み
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い）

7
（

。同
書
の「
更

衣
」
に
つ
い
て
、
校
注
者
の
小
西
は
ま
ず
更
衣
の
語
に
頭
注
を
付
し
、
曲
順
を

決
定
す
る
際
に
参
照
と
し
た
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
抄
』（
以
下
、『
後
抄
』）
と

橘
守
部
『
催
馬
楽
歌
入
文
』（
以
下
、『
入
文
』）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
参
照

し
て
い
る
。
小
西
は
更
衣
に
「
ふ
つ
う
夏
衣
に
な
る
こ
と
だ
が
、
冬
衣
に
な
る

の
も
や
は
り
更
衣
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
場
合
は
萩
の
花
摺
と
あ
る
か
ら
、
後
者
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の
こ
と
」
と
注
す
る
。
さ
ら
に
、

後
抄
は
、
季
節
的
な
更
衣
で
な
く
、
古
く
は
ほ
か
の
人
と
着
物
を
交
換
す

る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
、
自
分
の
は
秋
草
の
摺
り
が
た
い
へ
ん
み
ご
と

だ
と
自
讃
し
た
お
も
む
き
に
解
す
る）

8
（

。こ
れ
も
お
も
し
ろ
い
解
釈
で
あ
る
。

そ
の
場
合
は
「
更
衣
せ
む
や
」
の
「
む
」
が
勧
誘
の
意
に
な
る
。
入
文
は
、

な
か
な
か
承
知
し
て
く
れ
な
い
女
の
と
こ
ろ
へ
、
野
原
篠
原
を
分
け
て
か

よ
っ
た
の
で
、
萩
の
花
摺
に
な
っ
た
の
を
、
更
衣
し
よ
う
と
の
意
に
と
る

が
、
こ
れ
は
行
き
過
ぎ）

9
（

。
野
原
篠
原
は
、
単
に
萩
を
み
ち
び
き
出
す
た
め

言
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

と
述
べ
る
。「
こ
ろ
も
が
え
」
は
『
後
抄
』
が
「
我
と
人
と
衣
を
取
か
へ
き
る

を
云
」
と
す
る
よ
う
に
自
／
他
が
衣
を
交
換
す
る
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
衣
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
小
西
が
参
照
し
た
注
釈
書
以
外
に
も
研
究
史
上
見
落
と
せ
な
い
文
献
が

あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
室
町
期
の
一
条
兼
良
に
よ
る
『
梁
塵
愚
案
抄
』（
以

下
、『
愚
案
抄
』）
を
確
認
し
て
お
く
。
兼
良
は
わ
ず
か
に
「
愚
案
一
説
は
ぎ
の

葉
の
す
り
と
有
。
春
夏
は
葉
の
す
り
と
謡
ひ
、
秋
冬
は
花
ず
り
と
う
た
ふ
と
い

へ
り
」
と
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
内
容
を
丁
寧
に
読
む
と
、「
は

ぎ
の
花
ず
り
」
と
あ
る
詞
章
に
対
し
て
「
は
ぎ
の
葉
の
す
り
」
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
季
節
に
よ
る
葉
と
花
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る）
10
（

。

　

こ
れ
は
花
を
単
に
葉
と
取
り
違
え
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
萩

の
葉
」
へ
の
言
及
は
、
現
代
の
注
釈
書
の
ひ
と
つ
臼
田
甚
五
郎
も
す
で
に
兼
良

よ
り
遡
る
十
二
世
紀
末
、
源
資
時
に
よ
る
『
催
馬
楽
略
譜
』（
以
下
『
略
譜
』）

を
引
用
し
、
指
摘
す
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
そ
こ
で
『
略
譜
』
を
確
認
す
る
と
、
詞

章
に
異
同
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る）

12
（

。
今
は
異
同
の
事
実
を
指
摘
す
る
こ

と
に
と
ど
め
て
お
く
が
、
二
系
統
の
『
催
馬
楽
』
か
ら
生
じ
た
注
釈
書
も
、
さ

ら
に
諸
本
へ
と
伝
播
し
て
い
く
な
か
で
、
詞
章
の
変
化
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
十
分
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

　

さ
て
、
臼
田
の
脚
注
を
以
下
に
あ
げ
て
お
く
。
臼
田
は
、

『
催
馬
楽
略
譜
』
は
「
春
夏
ハ
、
ハ
ギ
ノ
ハ
ノ
ス
リ
と
唱
ヒ
、
秋
冬
ハ
、

ハ
ギ
ノ
ハ
ナ
ズ
リ
ト
唱
フ
。
定
事
ナ
リ
」と
注
記
し
て
い
る
。
季
節
に
よ
っ

て
歌
い
替
え
る
の
は
、
一
種
の
口
伝
意
識
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
も
し
ろ

い
。
と
は
い
え
、
萩
の
葉
や
花
に
濡
れ
こ
そ
は
す
れ
、
そ
の
色
が
移
る
わ

け
は
あ
る
ま
い
。
歌
う
場
に
よ
っ
て
は
、
男
女
の
交
情
の
意
が
に
じ
み
出

よ
う
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
二
一
〇
一
に
も
「
我あ

が
衣こ
ろ
も

摺
れ
る
に
は
あ

ら
ず
高
松
の
野の

辺へ

行
き
し
か
ば
萩
の
摺
れ
る
そ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
表
面

は
単
純
に
解
し
て
お
い
て
よ
い
。

と
し
「
萩
の
葉
」
と
「
萩
の
花
」
は
季
節
の
歌
い
替
え
と
す
る
。
こ
の
両
説
に

対
し
て
「
口
伝
意
識
」
を
想
定
し
、
歌
い
替
え
と
理
解
し
た
臼
田
で
あ
る
が
、

同
時
に
摺
る
行
為
を
必
ず
し
も
実
体
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
点
も
注
目
さ
れ
よ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
葉
で
摺
る
こ
と
や
花
で
摺
る
こ
と
が
実
体
を
想
像
さ
せ
は
す

る
が
、
こ
の
詞
章
の
作
り
手
に
よ
る
脚
色
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
る
か
ら
で
あ

る
。
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ま
た
、
臼
田
は
後
述
も
す
る
が
、
平
安
期
末
か
ら
鎌
倉
期
に
活
躍
し
た
顕
昭

が
指
摘
す
る
『
万
葉
集
』
巻
10
・
二
一
〇
一
番
歌
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の

二
一
〇
一
番
歌
に
は
摺
る
行
為
は
野
辺
を
通
っ
た
た
め
に
生
じ
た
偶
発
性
に
よ

る
と
詠
ん
で
い
る
。
な
ぜ
野
辺
を
通
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
詠
歌
主
体
が
愛
し
い

相
手
に
会
い
た
い
が
た
め
、と
い
う
理
由
を
想
起
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
野
辺
を
通
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
と
の
距
離
が
あ
っ
た
状
況
や
、
必

ず
し
も
平
易
な
道
の
り
で
は
な
い
可
能
性
も
示
唆
す
る
。
要
は
愛
し
い
相
手
に

会
い
に
行
く
、
と
い
う
主
題
が
二
一
〇
一
番
歌
に
は
あ
る
。
こ
の
顕
昭
に
代
表

さ
れ
る
二
一
〇
一
番
歌
の
指
摘
は
諸
注
釈
を
経
て
今
日
の
注
釈
に
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
。
特
に
前
述
の
臼
田
の
よ
う
に
葉
や
花
の
両
意
を
寛
容
に
受
け
入
れ

つ
つ
解
し
て
い
る
姿
勢
は
、
明
ら
か
な
誤
解
で
は
な
い
限
り
、
歌
謡
を
教
授
／

享
受
す
る
と
き
、
さ
ら
に
は
多
様
性
を
認
め
て
い
く
現
代
に
お
い
て
、
必
要
な

姿
勢
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
当
該
『
催
馬
楽
』「
更
衣
」
を
ど
の
よ
う
な
時

代
下
や
立
場
、あ
る
い
は
周
囲
か
ら
の
要
求
等
の
状
況
下
で
解
釈
を
す
る
の
か
、

と
い
う
前
提
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
江
戸
期
の
国
学
者
・
賀
茂
真
淵
の

『
神
楽
催
馬
楽
考
』
に
は
「
一
説
」
と
し
て
引
用
さ
れ）

13
（

、「
萩
の
葉
に
て
す
れ
る

こ
と
な
し
」
と
萩
の
葉
で
は
な
く
萩
の
花
に
よ
る
と
修
正
が
主
張
さ
れ
る
。
ま

た
、真
淵
か
ら
下
る
こ
と
約
百
年
、本
居
宣
長
の
弟
子
で
あ
る
田
中
大
秀
の
『
ま

つ
ち
や
ま
』に
は
真
淵
の
説
を
掲
げ
、や
は
り
二
一
〇
一
番
歌
を
示
し
た
の
ち
、

一
首
の
意
は
我
衣
は
萩
の
花
摺
る
に
て
風
流
の
衣
な
れ
ば
き
ん
た
ち
の
衣

に
更
ん
と
い
へ
る
也

と
、
萩
の
花
を
摺
る
こ
と
に
関
し
て
は
実
体
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
述
べ
た

上
、「
風
流
な
衣
」で
あ
る
た
め
交
換
し
よ
う
、と
い
う
意
に
理
解
す
る
。
ま
た
、

「
き
ん
た
ち
」
が
衣
を
交
換
す
る
相
手
と
さ
れ
興
味
深
い
指
摘
だ
が
、「
さ
き
む

だ
ち
や
」
は
他
の
催
馬
楽
歌
に
も
あ
り
、
囃
子
詞
と
し
て
の
要
素
が
強
く
、
そ

の
機
能
に
は
周
囲
へ
の
呼
び
か
け
が
あ
る
こ
と
を
以
前
に
も
指
摘
を
し
た）

14
（

。
こ

こ
で
も
基
本
的
に
は
囃
子
詞
の
要
素
が
強
い
と
考
え
て
お
く
。

　

さ
て
、
夏
と
冬
に
行
わ
れ
た
行
事
と
し
て
の
更コ
ロ
モ
ガ
ヘ衣が

成
り
立
つ
平
安
朝
に
お

い
て
、
当
該
『
催
馬
楽
』「
更
衣
」
は
そ
の
よ
う
な
行
事
、
規
則
、
あ
る
い
は

更カ
ウ
イ衣

と
い
う
天
皇
の
夫
人
と
い
う
身
分
制
度
に
集
約
す
る
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
、

む
し
ろ
原
始
的
と
も
い
う
べ
き
自
／
他
な
い
し
は
男
／
女
の
世
界
観
を
歌
い
上

げ
た
内
実
を
理
解
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、「
こ
う
い
」
か
ら
「
こ

ろ
も
が
え
」、
あ
る
い
は
「
こ
ろ
も
が
え
」
か
ら
「
こ
う
い
」
へ
の
変
容
の
過

程
は
容
易
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
事
・
身
分
・
男
女
関

係
を
一
直
線
上
に
置
く
理
論
は
前
述
の
黒
板
の
躊
躇
し
た
言
説
を
ふ
ま
え
て

も
、
立
て
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
自
／
他
の
テ
ー
マ
を
も
つ
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
臼
田
の
い
う
「
交
情
」
は
穏
当
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

「
交
情
」
と
い
う
表
現
を
使
わ
ず
に
、
木
村
紀
子
が
、

更
衣
は
、
季
節
に
よ
っ
て
衣
を
替
え
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
許

し
あ
っ
た
男
女
が
、
着
衣
を
取
り
替
え
る
こ
と
。

と
、「
許
し
あ
っ
た
男
女
」
と
し
て
さ
ら
に
関
係
性
を
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
明

を
す
る）

15
（

。
し
か
し
、「
許
し
あ
っ
た
」
関
係
と
想
像
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
断

定
す
る
に
は
や
や
早
計
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
相
手
側
の
反
応
が

詞
章
に
は
明
確
に
表
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
当
該
歌
「
更
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衣
」
を
み
て
い
く
と
と
も
に
、
古
典
の
他
作
品
を
間
テ
ク
ス
ト
性
の
立
場
か
ら

活
用
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
、
学
習
効
果
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い

き
た
い
。

四
、
和
歌
と
『
催
馬
楽
』「
更
衣
」

　
『
催
馬
楽
』
の
表
現
を
分
析
す
る
上
で
、
和
歌
史
上
の
表
現
を
比
較
対
象
と

す
る
こ
と
は
本
論
に
お
い
て
も
和
歌
を
活
用
し
て
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
早
く

か
ら
行
わ
れ
て
き
た）

16
（

。
以
下
、
や
や
繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
万
葉
集
』
を
は

じ
め
と
し
た
和
歌
史
上
の
視
点
か
ら
論
を
進
め
て
い
く
。
当
該
歌
の
「
更
衣
」

で
は
、
冬
よ
り
も
夏
の
更
衣
に
傾
倒
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
も
秋
の
「
萩
」

に
限
定
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
た
し
か
に
自
然
の
摂
理
で
は
日
本
は
一

年
中
植
物
が
育
ち
、
草
花
は
主
と
し
て
春
か
ら
秋
に
咲
く
。
萩
は
、

日
本
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
の
山
野
に
自
生
し
、
秋
を
い
ろ
ど
る
花
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
。
万
葉
集
で
の
用
例
は
一
四
〇
あ
ま
り
、
こ
れ
は
集
中

に
よ
ま
れ
た
植
物
名
と
し
て
は
も
っ
と
も
多
い）

17
（

。

と
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
広
範
囲
に
亘
り
存
在
し
、『
万
葉
集
』
の
編
纂
時
に

お
い
て
も
、
さ
ら
に
そ
れ
以
降
の
和
歌
史
上
に
も
秋
を
代
表
す
る
花
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
態
は
さ
て
お
き
、
も
っ
と
も
人
々
の
共

感
性
の
高
い
花
と
な
っ
た
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
が
萩
で
あ
り
、
そ
の
萩
に
よ

る
花
摺
り
に
よ
っ
て
衣
が
染
ま
る
こ
と
も
、
宮
廷
内
は
も
と
よ
り
巷
間
に
お
い

て
も
想
像
し
や
す
く
、
共
感
さ
れ
る
要
素
は
十
分
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、和
歌
史
に
お
け
る
更
衣
は
あ
く
ま
で
も
春
夏
が
メ
イ
ン
で
あ
り
、

秋
は
珍
し
い
。
改
め
て
、
小
西
が
引
用
し
た
『
後
抄
』
を
見
る
と
以
下
の
指
摘

が
あ
る
。

更
衣
は
四
月
の
更
衣
に
あ
ら
ず
。
我
と
人
と
衣
を
取
か
へ
き
る
を
云
。
古

へ
は
互
に
衣
を
か
り
、
又
取
か
へ
も
せ
し
さ
ま
也
。
野
原
篠
原
以
下
は
吾

衣
の
摺ス
リ

の
よ
き
を
い
へ
り）

18
（

。

　

前
述
の
『
愚
案
抄
』
が
「
秋
冬
は
花
ず
り
と
う
た
ふ
と
い
へ
り
」
と
指
摘
し

た
の
に
対
応
す
る
よ
う
に
「
四
月
の
更
衣
に
あ
ら
ず
」
と
や
は
り
春
か
ら
夏
で

は
な
く
、
秋
か
ら
冬
へ
の
更
衣
を
示
す
の
は
「
萩
」
が
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
想

像
に
た
や
す
い
。
こ
の
『
後
抄
』
に
は
衣
の
交
換
と
い
う
、
新
た
な
視
点
の
指

摘
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
衣
の
交
換
は
、
小
西
も
参
照
し
、
現
代

の
注
釈
書
で
は
池
田
弥
三
郎
の
説
が
継
承
し
て
い
る）

19
（

。

　

池
田
は
、
一
「
こ
ろ
も
が
へ
せ
む
や
」・
二
「
篠
原
」・
三
「
萩
」
に
脚
注
を

付
し
な
が
ら
、特
に
一
に
お
い
て「
季
節
の
行
事
と
し
て
の
更
衣
が
普
通
だ
が
、

こ
こ
は
古
代
の
霊
魂
信
仰
に
よ
り
、
相
愛
の
男
女
が
肌
着
を
交
換
す
る
習
俗
と

見
る
ほ
う
が
よ
い
。「
せ
む
」
の
意
志
が
は
っ
き
り
す
る
」
と
し
、前
述
の
『
後

抄
』
説
を
踏
襲
し
、「
霊
魂
信
仰
」
と
し
て
説
明
を
す
る
。
さ
ら
に
、『
万
葉
集
』

の
東
歌
の
例
と
し
て
、

筑つ
く

波ば

嶺ね

の　

新に
ひ

桑ぐ
は

繭ま
よ

の　

衣き
ぬ

は
あ
れ
ど　

君
が
御み
け
し衣

し　

あ
や
に
着き

欲ほ

し

も 

（
巻
14
・
三
三
五
〇
）
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を
あ
げ
、「
男
の
着
物
を
乞
う
歌
で
あ
っ
て
、
こ
の
更
衣
は
恋
愛
の
誓
約
と
も

な
る
」
と
す
る
。
こ
こ
に
、
更
衣
を
行
う
こ
と
は
、
単
に
季
節
や
暦
に
よ
る
外

的
要
因
に
よ
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
詠
歌
主
体
の
内
的
要
因
、
つ
ま
り
恋
愛

感
情
の
表
明
と
な
る
。
そ
し
て
、
彼
／
彼
女
の
対
象
と
な
る
恋
人
、
妹
背
と
の

関
係
性
が
立
ち
あ
が
っ
て
こ
よ
う
。
池
田
は
さ
ら
に
、

我わ

妹ぎ
も
こ子

が　

形
見
の
衣こ
ろ
も　

な
か
り
せ
ば　

何
物
も
て
か　

命
継つ

が
ま
し

 

（
巻
15
・
三
七
三
三
）

白
た
へ
の　

我あ

が
下
衣　

失
は
ず　

持
て
れ
我わ

が
背せ

子こ　

直た
だ

に
逢
ふ
ま
で

に 

（
巻
15
・
三
七
五
一
）

と
い
う
、
男
に
と
っ
て
の
妹
の
形
見
と
し
て
の
衣
（
三
七
三
三
）、
あ
る
い
は

自
分
の
衣
を
会
え
る
日
ま
で
失
わ
ず
に
持
っ
て
い
て
ほ
し
い
（
三
七
五
一
）
と

い
う
万
葉
集
歌
を
「
単
に
思
い
出
の
た
め
の
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
霊
魂
を
つ

け
て
交
換
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
と
と
も
に
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
用

例
は
、
池
田
の
説
か
ら
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、

逢
は
む
日
の　

形
見
に
せ
よ
と　

た
わ
や
め
の　

思
ひ
乱
れ
て　

縫
え
る

衣
ぞ 

（
巻
15
・
三
七
五
三
）

も
含
ま
れ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
が
強
く
「
霊
魂
信
仰
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
こ
と
に
は
筆
者
は
や
や
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
今
は
否
定
を
す
る
ま
で

に
は
至
ら
な
い
。
衣
の
交
換
あ
る
い
は
自
ら
の
衣
を
相
手
に
捧
げ
る
こ
と
は
恋

愛
感
情
を
伝
え
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
と
し
て
首
肯
で
き
よ

う
。
そ
の
証
左
を
次
に
当
該
「
更
衣
」
の
詞
章
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ひ
と
つ

は
冒
頭
に
「
更
衣
せ
む
や
」
と
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
冒
頭
に
よ
り
、
季
節
の
推
移
あ
る
い
は
自
然
の
変
化
が
も
た
ら
す
天
文

と
人
事
に
よ
る
暦
の
規
則
に
則
っ
た
転
換
点
が
契
機
と
な
り
、
更
衣
を
行
お
う

と
す
る
主
体
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
同
時
に
、
更
衣
当
日
を
迎
え
た

喜
び
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
歌
い
出
し
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
冒
頭
の
表
現

は
こ
れ
以
降
に
続
く
詞
章
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
。『
催
馬
楽
』
の
場
合
、
冒

頭
の
語
句
が
そ
の
曲
の
題
名
と
な
っ
て
、
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
当
該
の

「
更
衣
」
と
「
更
衣
せ
む
や
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
名
詞
と
動
詞
の
成
分
と
し
て

の
違
い
が
あ
る
た
め
、
正
確
に
は
題
名
と
歌
い
出
し
に
は
位
相
差
が
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
一
行
事
の
総
称
の
ご
と
き
「
更
衣
」
に
対
し
、
主
体
の
行
動
か
つ

呼
び
か
け
の
ご
と
き
「
更
衣
せ
む
や
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
更
衣
を
行
う
主
体
が
以
下
に
よ
っ
て
、ど
の
よ
う
な
展
開
と
な
る
の
か
、

歌
を
享
受
す
る
側
に
は
期
待
を
も
た
せ
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
更
衣
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
服
装
が
異
な
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
冬
服
か
ら
夏
服
へ
、
あ
る
い
は
夏
服
か
ら
冬
服
へ
、

と
変
化
す
る
こ
と
が
主
体
と
ど
う
か
か
わ
る
か
が
、
ま
ず
は
期
待
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
の
と
き
前
述
の
小
西
は
「
ふ
つ
う
夏
衣
に
な
る
こ
と
だ
が
、

冬
衣
に
な
る
の
も
や
は
り
更
衣
と
よ
ば
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
少
し
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
を
も
っ
て
「
ふ
つ
う
」
と
い
う
の
か
、
そ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
す
で
に
諸
注
釈
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
て
き
た
が
、
念
の
た

め「
ふ
つ
う
」の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
い
う「
ふ
つ
う
」

は
和
歌
史
上
に
詠
ま
れ
た
比
率
を
証
左
に
し
、
そ
の
多
寡
に
よ
っ
て
傾
向
が
つ
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か
め
る
と
考
え
て
お
く
。
こ
の
た
め
、近
年
の『
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
辞
典
』

の
﹇
夏
の
行
事
﹈
更
衣
（
衣
更
）（
こ
ろ
も
が
え
）
の
冒
頭
に
武
田
早
苗
に
よ
っ

て
、

宮
中
で
は
、『
延
喜
式
』
掃か
も
ん
り
ょ
う

部
寮
に
「
凡
そ
四
月
一
日
冬
坐
を
撤
し
、
夏

の
御
座
を
供
す
、
十
月
一
日
夏
の
座
を
撤
し
、
冬
の
御
坐
を
供
す
」
と
あ

る
よ
う
に
、
夏
と
冬
の
二
回
、
天
皇
の
装
束
や
室し
つ

礼ら
い

な
ど
を
替
え
る
宮
廷

儀
式
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る）

20
（

。

と
従
来
の
注
釈
史
と
同
様
の
内
容
を
示
し
た
上
で
、
さ
ら
に
﹇
作
品
例
﹈
に
お

い
て
重
要
な
指
摘
を
し
た
。
そ
れ
は
、「
和
歌
の
世
界
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
更
衣

は
夏
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
和
歌
史
上
に
関
す
る
言
及
で
あ
る
。
武
田
は
、

春
過
ぎ
て　

夏
来き
た

る
ら
し　

白
た
へ
の　

衣
干
し
た
り　

天あ
め

の
香
具
山

 

（『
万
葉
集
』
巻
1
・
二
八
）

を
「
更
衣
を
背
景
に
詠
じ
ら
れ
た
歌
と
し
て
は
現
存
初
例
と
目
さ
れ
る
」
と
述

べ
る
。
ま
た
、『
亭
子
院
歌
合
』
に
凡
河
内
躬
恒
歌
と
あ
り
、『
後
撰
和
歌
集
』

夏
部
巻
頭
歌
の
よ
み
人
知
ら
ず
歌
、

今
日
よ
り
は
夏
の
衣
に
成
り
ぬ
れ
ど
き
る
ひ
と
さ
へ
は
か
は
ら
ざ
り
け
り

 

（
夏
・
一
四
七
）

や
、『
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
』
十
一
番
首
夏
の
中
務
に
よ
る
右
歌
、

夏
ご
ろ
も
た
ち
い
づ
る
け
ふ
は
花
ざ
く
ら
か
た
み
の
い
ろ
も
ぬ
ぎ
や
か
ふ

ら
ん 

（
二
三
）

を
例
に
あ
げ
る
。
こ
こ
に
み
る
「
夏
ご
ろ
も
」
は
、『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』

に
載
り
、『
古
今
和
歌
集
』
に
も
あ
る
紀
友
則
歌
、

蝉
の
こ
ゑ
き
け
ば
か
な
し
な
夏
衣
う
す
く
や
人
の
な
ら
む
と
思
へ
ば

 

（
恋
四
・
七
一
五
）

に
あ
る
よ
う
に
衣
の
「
薄
さ
」
を
比
喩
と
し
て
、
薄
情
さ
を
憂
う
、
物
か
ら
人

の
心
へ
の
転
換
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
以
外
に
も
春
か
ら
夏
へ
の
季

節
の
変
化
と
更
衣
を
背
景
に
し
た
も
の
に
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
曾
禰
好

忠
歌
の
、

な
つ
ご
ろ
も
た
つ
た
が
は
ら
の
や
な
ぎ
か
げ
す
ず
み
に
き
つ
つ
な
ら
す
こ

ろ
か
な 

（
夏
・
二
二
〇
）

な
ど
は
夏
の
衣
に
柳
の
影
と
い
う
樹
木
が
か
か
わ
る
景
に
よ
っ
て
、
涼
夏
を
求

め
る
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る）

21
（

。

　

更
衣
を
和
歌
史
上
に
お
い
て
夏
歌
に
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
首
肯
す
べ
き
点
で

は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
顕
昭
が
『
袖
中
抄
』
巻
二
十
「
は
ぎ
が
は
な
す
り
」

の
項
目
に
お
い
て
指
摘
す
る
和
歌
は
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う）

22
（

。
同

書
に
は
、
藤
原
範
永
の
、
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け
さ
き
つ
る
野
原
の
露
に
我
ぬ
れ
ぬ
う
つ
り
や
し
ぬ
る
は
ぎ
が
花
ず
り

 

（
一
〇
六
〇
）

を
例
に
あ
げ
、「
顕
昭
云
は
ぎ
が
は
な
す
り
と
は
催
馬
楽
の
更
衣
の
哥
の
心
也
」

と
述
べ
て
『
催
馬
楽
』「
更
衣
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
ち
に
、

「
又
万
葉
云
」
と
し
て
、

わ
が
き
ぬ
は
す
れ
る
に
は
あ
ら
ず
た
か
ま
ど
の
野
べ
ゆ
き
し
か
ば
は
ぎ
の

す
れ
る
ぞ 

（
一
〇
六
二
）

を
前
述
の
諸
注
釈
同
様
に
載
せ
て
い
る）

23
（

。
ち
な
み
に
今
日
、
西
本
願
寺
本
を
底

本
と
す
る
『
万
葉
集
』
に
は
、

吾
衣　

摺
有
者
不
在　

高
松
之　

野
辺
行
之
者　

芽
子
之
摺
類
曽

我
が
衣　

摺
れ
る
に
は
あ
ら
ず　

高
松
の　

野
辺
行
き
し
か
ば　

萩
の
摺

れ
る
そ 

（
巻
10
・
二
一
〇
一
）

と
す
る
前
述
し
た
二
一
〇
一
番
歌
も
、
後
の
兼
良
に
引
き
継
が
れ
て
歌
謡
の
分

析
の
た
め
に
引
用
さ
れ
、和
歌
表
現
／
和
歌
史
を
用
い
た
手
法
で
あ
る
。
ま
た
、

直
接
「
更
衣
」
と
和
歌
の
関
係
を
確
認
し
て
み
る
と
、『
古
今
和
歌
六
帖
』（
以

下
『
六
帖
』）
第
一
に
「
こ
ろ
も
が
へ
」
を
題
に
も
つ
、

夏
衣
た
ち
き
る
も
の
を
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
の
し
水
の
寒
く
も
有
る
か
な

 

（
七
二
・
つ
ら
ゆ
き
）

春
に
だ
に
も
あ
り
し
心
を
夏
衣
い
か
に
う
す
さ
の
け
ふ
ま
さ
る
ら
ん

 

（
七
三
・
同
）

花
の
色
に
そ
め
し
た
も
と
の
を
し
け
れ
ば
衣
か
へ
う
き
け
ふ
に
も
有
る
か

な 

（
七
四
・
し
げ
ゆ
き
）

の
三
首
が
載
る
。
七
二
番
歌
は）

24
（

、
夏
衣
を
仕
立
て
も
の
の
逢
坂
の
関
の
清
水
で

は
寒
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
、
と
夏
衣
の
薄
さ
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
七
三
番
歌

で
は
春
に
は
薄
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
心
が
夏
衣
の
う
に
一
層
薄
情
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
恋
の
嘆
き
を
詠
む
。
七
四
番
歌
は
花
の
色
に
染
め
た
袂
が
惜
し

ま
れ
る
の
で
、
衣
替
え
を
す
る
の
が
つ
ら
い
、
と
い
う
行
く
春
を
惜
し
み
つ
つ

夏
の
到
来
を
詠
む
。

　

こ
の
よ
う
に
「
こ
ろ
も
が
へ
」
は
歳
時
部
の
な
か
で
も
「
初
夏
」
に
続
く
題

と
し
て
示
さ
れ
、『
六
帖
』
に
お
い
て
冬
の
用
例
に
は
な
い
。
同
様
の
傾
向
は
、

『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
の
夏
部
巻
頭
に
「
更
衣
」
を
題
と
し
、
以
下
三
首
が
載

る）
25
（

。
背
壁
灯
残
経
宿
焔　

開
箱
衣
帯
隔
年
香 

（
一
四
四
）

（
壁
に
背
け
る
灯
と
も
し
びは
宿よ
べ

を
経
た
る
焔ほ
の
ほを
残
し　

箱
を
開
け
る
衣こ
ろ
もは
年
を
隔

て
た
る
香
を
帯
び
た
り
）　

白

生
衣
欲
待
家
人
着　

宿
醸
当
招
邑
老
酣 

（
一
四
五
）

（
生
す
ず
し
の

衣こ
ろ
もは
家
人
の
着
す
る
を
待
た
ん
と
欲
す　

宿
し
ゆ
く

醸じ
よ
うは
当ま
さ

に
邑い
ふ

老ら
う

を
招
い

て
酣
た
け
な
はな

る
べ
し
）　

讃
州
作　

菅

花
の
色
に
染
め
し
た
も
と
の
惜
し
け
れ
ば
衣
か
へ
憂
き
今
日
に
も
あ
る
か

な 

（
一
四
六
）
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こ
う
し
た
夏
歌
／
詩
の
更
衣
が
多
数
を
占
め
る
な
か
で
、
秋
冬
の
更
衣
、
萩

の
花
を
示
す
こ
と
は
和
歌
を
知
る
立
場
で
あ
る
者
こ
そ
、
季
節
と
更
衣
の
関
係

に
存
在
す
る
位
相
差
を
単
な
る
違
和
感
と
し
て
で
は
な
く
、
既
存
の
漢
籍
や
和

歌
を
ふ
ま
え
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
〈
知
的
な
笑
い
〉
と
も
い
う
、
雅
な
世
界
の

遊
び
を
演
出
す
る
詞
章
と
し
て
享
受
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
は
、
衣
服
が
そ
れ
ま
で
と
変
わ
る
と
い
う
転
換
の
行
い
や
そ
の
当

日
と
い
う
特
別
な
日
を
迎
え
る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
日
常
と
は
異
な
る
〈
晴
〉

の
日
に
冒
頭
で
衣
服
を
交
換
し
よ
う
、
と
相
手
側
に
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
衣
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
な
り
、
愛
し
い
人
を
求
め
る
と
い

う
恋
の
世
界

―
強
い
て
い
え
ば
〈
褻
〉
の
世
界
に
寄
っ
た
恋

―
に
展
開
し

て
い
る
の
が
冒
頭
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
諸
注
が
述
べ
て
き
た
、
詠
歌
主
体

の
衣
を
相
手
に
渡
す
こ
と
で
は
あ
る
が
、〈
晴
〉
を
き
っ
か
け
に
〈
褻
〉
の
行

い
を
実
践
し
、
季
節
も
秋
冬
と
い
う
と
こ
ろ
に
〈
知
的
な
笑
い
〉
が
生
じ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
冒
頭
の
「
更
衣
せ
む
や
」
は
ま
だ
衣
服
を
交
換
す
る
前
段
階
で
あ

り
、
主
体
の
意
志
を
相
手
側
に
投
げ
か
け
た
宣
言
の
段
階
で
あ
る
。
無
論
、
即

座
に
相
手
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
る
が
、
そ
の
成
否
は

詞
章
に
は
示
さ
れ
な
い
。
主
体
側
の
交
換
し
よ
う
、
と
い
う
意
志
の
表
明
に
続

く
の
が
自
ら
の
衣
の
特
質
の
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
受
け
取
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
思
い
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
ず
、
単
な
る
衣
の
自
讃
で
は
な
く
、

ど
れ
だ
け
相
手
に
受
け
取
っ
て
も
ら
え
る
か
が
主
体
と
し
て
は
気
に
か
か
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、「
野
原
篠
原
萩
の
花
摺
や
」
は
単
な
る
萩
の
花

摺
り
を
導
く
た
め
で
あ
っ
た
り
、
地
名
と
考
え
た
り
す
る
よ
り
も
、
あ
る
い
は

単
に
摺
り
模
様
の
説
明
で
は
な
く
、
そ
の
模
様
の
で
き
あ
が
る
ま
で
の
過
程
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
通
っ
て
き
た
道
の
り
で
遭
遇
し
た
労
苦
と
相

手
へ
の
思
い
が
重
層
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

模
様
の
美
し
さ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
、そ
の
模
様
で
あ
る
「
萩

の
花
摺
や
」
は
衣
を
交
換
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
思
い
の
強
さ
を
述
べ
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
ら
の
衣
を
渡
し
た
い
。
そ
の
衣
を
届
け
る

た
め
に
手
持
ち
で
大
切
に
持
っ
て
き
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
何
よ
り
も
会
い
た

い
一
心
で
衣
を
ま
と
っ
て
、
野
原
篠
原
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
思
い

の
強
さ
を
読
み
取
り
、
衣
を
渡
す
主
体
の
恋
物
語
を
読
み
取
る
こ
と
が
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
秋
冬
で
あ
れ
ば
、『
六
帖
』
第
五
「
こ
ろ
も

う
つ
」
の
、

風
寒
み
わ
が
唐
衣
う
つ
時
ぞ
萩
の
下
葉
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
る

 

（
三
三
〇
一
・
貫
之
）

な
ど
が
あ
り
、
女
が
男
を
待
つ
擣
衣
の
世
界
観
に
「
萩
の
葉
」
が
詠
ま
れ
も
す

る
。
そ
の
よ
う
な
和
歌
の
知
識
を
知
る
者
に
は
、
一
層
当
該
歌
の
「
更
衣
」
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
は
〈
知
的
な
笑
い
〉
を
誘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
す
る
結
果
や
返
事
は
一
切
歌
わ
れ
て

い
な
い
。
そ
こ
に
は
対
象
と
な
り
衣
を
受
け
取
る
相
手
側
と
、
こ
の
歌
が
披
露

さ
れ
る
場
に
い
る
享
受
者
た
ち
が
共
存
し
、
想
像
を
も
っ
て
参
加
で
き
る
仕
掛

け
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

― 99（10）―
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五
、�

お
わ
り
に

―
間
テ
ク
ス
ト
性
と
し
て
の
『
伊
勢
物
語
』
を
視

野
に
入
れ
て

―

　

さ
て
、こ
こ
ま
で
、古
典
教
育
に
お
い
て
な
か
な
か
ふ
れ
る
機
会
の
な
い
『
催

馬
楽
』「
更
衣
」
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
な
か
で
注
釈
書
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

和
歌
史
上
に
詞
章
を
置
き
、
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
詞

章
を
考
え
て
み
る
と
、衣
の
交
換
を
求
め
、相
手
の
返
事
が
得
ら
れ
ぬ
と
い
う
、

半
ば
前
半
部
だ
け
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー

フ
は
、
た
と
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
初
冠
」
に
お
け
る
、
女
は
ら
か
ら

に
対
し
て
、男
が
自
ら
着
て
い
た
信
夫
刷
り
の
狩
衣
を
切
り
、歌
を
詠
ん
で
送
っ

た
場
面
を
想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う）

26
（

。

　

摺
り
衣
で
あ
る
モ
チ
ー
フ
、
衣
の
一
部
で
は
あ
る
が
衣
を
相
手
に
送
っ
た
こ

と
、
相
手
か
ら
の
反
応
は
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
モ
チ
ー
フ
や
構

成
は
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
よ
り
も
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
転
換
と
な
る

初
冠
は
、そ
れ
ま
で
の
出
で
立
ち
が
変
わ
る
、人
生
上
の
〈
更
衣
〉
で
も
あ
る
。

こ
の
初
段
の
男
は
月
日
の
流
れ
と
人
事
に
よ
る
初
冠
と
い
う
行
事
の
後
と
い
う

設
定
で
登
場
す
る
が
、
男
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
あ
た
か
も
狩
に
付
随
す
る
ご

と
く
女
に
向
か
っ
て
狩
衣
の
裾
の
和
歌
を
贈
り
、
旧
都
奈
良
で
の
大
人
の
第
一

歩
を
経
験
し
た
。
こ
の
よ
う
な
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
教
材
と
比
較
検
討
し

な
が
ら
『
催
馬
楽
』「
更
衣
」
を
教
室
で
示
す
こ
と
は
、
学
習
効
果
が
あ
る
も

の
と
い
え
よ
う
。
歌
謡
が
「
は
か
な
い
芸
術
」
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
研
究
者

／
教
授
者
は
さ
ら
な
る
努
力
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

注（
1
）『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
古
代
学
協
会
蔵
、
大
島
雅
太
郎
旧
蔵
本
を
底
本
と
す

る
柳
井
滋
他
校
注
『
源
氏
物
語
』（
一
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）
を
用
い

た
。
な
お
、「
更
衣
」
に
「
こ
う
い
」
と
「
こ
ろ
も
が
え
」
の
両
意
が
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
多
く
が
天
皇
の
「
こ
ろ
も
が
え
」
を
担
う
立
場
か
ら
の
も
の
と

説
明
す
る
が
、
黒
板
伸
夫
が
、

　
　
　

 

天
皇
の
侍
妾
（
じ
し
ょ
う
）
で
女
御
（
に
ょ
う
ご
）
の
下
に
位
置
す
る
。

本
来
は
後
宮
で
の
職
掌
を
有
し
、
そ
の
名
称
か
ら
天
皇
の
更
衣
（
こ
ろ
も

が
え
）
を
つ
か
さ
ど
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、『
西
宮
記
（
さ
い
ぐ
う
き
）』

所
引
の
『
蔵
人
式
（
く
ろ
う
ど
し
き
）』
や
『
北
山
抄
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、

殿
上
で
采
女
（
う
ね
め
）・
女
蔵
人
な
ど
を
率
い
て
天
皇
の
朝
膳
（
あ
さ

の
お
も
の
）
な
ど
に
奉
仕
し
、
ま
た
「
内
宴
」
の
と
き
の
陪
膳
（
ば
い
ぜ

ん
）
を
勤
め
る
な
ど
の
こ
と
が
み
え
、『
西
宮
記
』
所
引
の
『
清
涼
記
』（
村

上
（
む
ら
か
み
）
天
皇
撰
（
せ
ん
））
に
は
員
数
12
人
と
し
て
い
る
。
天

皇
の
侍
妾
と
し
て
の
更
衣
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
実
務
に
は
関
与
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
令
制
（
り
ょ
う
せ
い
）
に
は
な
く
、桓
武
（
か
ん
む
）

朝
の
初
見
を
伝
え
る
が
、
国
史
等
の
確
実
な
史
料
で
は
嵯
峨
（
さ
が
）
朝

以
後
で
、
冷
泉
（
れ
い
ぜ
い
）
朝
以
降
は
例
を
み
な
い
。
皇
子
女
を
産
む

と
御
息
所
（
み
や
す
ど
こ
ろ
）
と
称
し
た
。
更
衣
よ
り
女
御
に
進
む
例
も

あ
り
、
ま
た
東
宮
更
衣
の
例
も
み
え
る
。

　
　

と
慎
重
な
説
を
あ
げ
る
。
簡
潔
に『
日
本
大
百
科
全
書
』（JapanK

now
ledge

）

に
示
し
て
い
る
の
で
こ
こ
に
示
す
。

（
2
）
検
定
教
科
書
用
図
書
に
掲
載
さ
れ
る
歌
謡
は
平
安
時
代
末
期
の
『
梁
塵
秘
抄
』

か
ら
「
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
遊
ぶ
子
ど

も
の
声
聞
け
ば
わ
が
身
さ
へ
こ
そ
揺
る
が
る
れ
」・「
仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も
現

な
ら
ぬ
ぞ
あ
は
れ
な
る
人
の
音
せ
ぬ
暁
に
ほ
の
か
に
夢
に
見
え
た
ま
ふ
」
が
、

あ
る
い
は
室
町
時
代
ま
で
下
る
『
閑
吟
集
』
か
ら
「
あ
ま
り
言
葉
の
か
け
た
さ

― 98（11）―
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に
あ
れ
見
さ
い
な
う
空
行
く
雲
の
早
さ
よ
」・「
名
残
惜
し
さ
に
出
で
て
見
れ
ば

山
中
に
笠
の
尖
り
ば
か
り
が
ほ
の
か
に
見
え
候
」・「
何
せ
う
ぞ
く
す
ん
で
一
期

は
夢
よ
た
だ
狂
へ
」・「
人
買
舟
は
沖
を
漕
ぐ
と
て
も
売
ら
る
る
身
を
た
だ
静
か

に
漕
げ
よ
船
頭
殿
」
と
い
う
詞
章
に
限
ら
れ
る
。
な
お
、『
梁
塵
秘
抄
』・『
閑

吟
集
』
の
本
文
は
臼
田
甚
五
郎
他
校
注
・
訳
『
神
楽
歌　

催
馬
楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
42
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

以
下
、
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
・
私
家
集
大
成
（
日
本
文
学w

eb

図
書
館
）、『
万

葉
集
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
6
〜
9
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
〜

一
九
九
六
年
）
に
よ
り
同
集
の
歌
番
号
は
国
歌
大
観
に
よ
る
。
一
部
表
記
を
私

に
改
め
た
。

（
3
）浅
田
徹「
歌
謡
の
表
記
を
観
察
す
る

―
風
俗
歌
・
久
米
歌
・
斉
明
紀
童
謡

―
」

（『
萬
葉
集
研
究
』
第
四
十
一
集
、
二
〇
二
二
年
二
月
）

（
4
）
中
田
幸
司
『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』
第
一
章
（
笠
間
書
院
、二
〇
一
二
年
）

他
。

（
5
）
国
文
学
研
究
資
料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
国
立
国
会
図

書
館
「
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
等
。
ま
た
、
江
戸
期
・
明
治
期
の
催
馬
楽

論
や
注
釈
書
が
書
籍
に
お
い
て
も
翻
刻
さ
れ
た
り
復
刻
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

『
催
馬
楽
』
に
関
し
て
は
中
田
武
司
編
『
田
中
大
秀
』
第
六
巻
﹇
歌
謡
・
和
歌
﹈

（
勉
誠
出
版
、二
〇
〇
四
年
）、同
書
に
『
ま
つ
ち
や
ま
』（
筆
者
担
当
）
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
藤
原
茂
樹
『
催
馬
楽
研
究
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
に
は
伴

信
友
『
神
樂
催
馬
樂
私
論
』・
平
高
潔
『
催
馬
樂
略
注
』・
紀
三
冬
『
佐
伊
婆
良

註
解
』・
千
秋
季
隆
『
催
馬
樂
歌
評
釋
』
等
が
あ
る
。

（
6
）
小
西
甚
一
校
注
『
古
代
歌
謡
集
』
三
九
二
頁
、（
日
本
古
典
文
学
大
系
3
、
岩

波
書
店
、
一
九
五
七
年
）

（
7
）
鍋
島
家
本
の
『
催
馬
楽
』
は
、今
日
国
宝
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
徴
古
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
は
『
催
馬
楽
譜
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

 
https://w

w
w

.nabeshim
a.or.jp/collection/index.php?m

ode=display_
item

detail&
id=13

（
8
）
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
抄
』（
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
巻
二
・
中
古
編
』）

三
七
〇
頁
に
は
、「
更
衣
は
四
月
の
更
衣
に
あ
ら
ず
。
我
と
人
と
衣
を
取
か
へ

き
る
を
云
。
古
へ
は
互
に
衣
を
か
り
、
又
取
り
か
へ
も
せ
し
さ
ま
也
。
野
原
篠

原
以
下
は
、
我
衣
の
摺
の
よ
き
を
い
へ
り
」
と
述
べ
る
。

（
9
）
橘
守
部
『
催
馬
楽
入
文
』
に
は
、「
考
」
と
し
て
前
述
の
真
淵
説
を
引
き
、「
考

説
の
ご
と
し
」
と
肯
定
し
た
上
で
、「
此
野
原
し
の
原
は
女
の
も
と
へ
通
ふ
と

て
恋
に
あ
く
か
れ
て
あ
り
き
た
る
よ
し
也
」
と
あ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の

日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
書
誌ID

：100239033

、

D
O

I:10.20730/100239033

、189

コ
マ
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』（
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
巻
二
・
中
古
編
』

二
八
九
頁
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
）
な
お
、
読
点
を
私
に
付
し
た
。
国

文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
書
誌

ID
20001928

、D
O

I:10.20730/200001928

、
11
コ
マ
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）
注
（
2
）
臼
田
甚
五
郎
前
掲
書
。

（
12
）
峯
雅
彦
『『
催
馬
楽
譜
略
』
の
研
究

―
ハ
カ
セ
の
記
譜
体
系
』
二
一
二
頁
（
大

阪
芸
術
大
学
大
学
院
平
成
11
年
度　

学
位
博
士
論
文
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
「
ハ
キ
ノ
ハ
ナ
」
と
あ
る
。

（
13
）
賀
茂
真
淵
『
催
馬
楽
考
』、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
書
誌ID

:100197874

、

D
O

I:10.20730/100197874

、
51
コ
マ
。

（
14
）
注
（
4
）
前
掲
書
四
三
頁
な
ら
び
に
二
六
九
頁
、
な
お
、『
催
馬
楽
』
の
囃
子

詞
に
つ
い
て
は
佐
藤
忠
彦
「『
催
馬
楽
』
に
於
け
る
囃
し
詞
を
持
つ
歌
の
問
題
」

（『
北
海
道
駒
沢
大
研
究
紀
要
』
一
九
六
七
年
一
月
）、
吉
田
修
作
「『
神
楽
歌
』

と
『
催
馬
楽
』

―
囃
子
詞
の
論

―
」（『
古
代
文
学
』
二
四
、一
九
八
五
年

三
月
）
に
論
が
あ
る
。「
さ
き
む
だ
ち
や
」
を
も
つ
曲
を
再
掲
す
る
と
以
下
の

と
お
り
。
曲
番
号
は
『
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
。
16
「
朝
津
」・
17
「
挿
櫛
」・

18
「
鷹
の
子
」・
19
「
近
江
路
」・
20
「
道
の
口
」・
21
「
更
衣
」・
22
「
い
か
に

せ
む
」
な
お
、
こ
の
「
さ
き
む
だ
ち
や
」
の
七
曲
を
「
更
衣
グ
ル
ー
プ
七
曲
」

と
し
た
林
謙
三
「
催
馬
楽
に
お
け
る
拍
子
と
歌
詞
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」（『
奈

良
学
芸
大
学
紀
要
』
第
八
巻
第
一
号
、
一
九
五
九
年
二
月
）
の
説
に
催
馬
楽
譜

楽
譜
に
お
け
る
「
同
音
」
の
観
点
か
ら
「
サ
キ
ム
ダ
チ
ヤ
」
が
含
ま
れ
て
い
な

い
15
「
大
芹
」
も
含
む
こ
と
を
主
張
す
る
本
塚
亘
「
催
馬
楽
譜
楽
譜
に
お
け
る

曲
の
配
列
に
つ
い
て

―
同
音
「《
更
衣
》
グ
ル
ー
プ
」
の
検
討
に
よ
る
文
・
史
・
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音
研
究
合
流
の
試
み

―
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
五
二
号
、
二
〇
一
二
年

十
二
月
）
が
あ
る
。

（
15
）
木
村
紀
子
訳
注
『
催
馬
楽
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
）
九
〇
頁

（
16
）
た
と
え
ば
一
条
兼
良
の
注
釈
内
容
は
、
往
時
に
お
い
て
先
行
す
る
歌
学
書
の

知
識
に
よ
る
こ
と
や
、「
詞
章
の
解
釈
に
同
時
代
の
和
歌
の
知
識
を
援
用
す
る

手
法
」
を
用
い
た
こ
と
は
、
田
林
千
尋
「
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』
考

―

そ
の
性
格
と
執
筆
手
法

―
」（『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
五
十
二
号
、
二
〇
一
二

年
十
二
月
）
に
詳
し
い
。

（
17
）
平
田
喜
信
・
身
崎
壽
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、一
九
九
四
年
）

二
五
八
頁
「
は
ぎ　

萩
・
芽
子
」
の
項
。

（
18
）
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
抄
』（
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
巻
二
・
中
古
編
』、

東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
）
三
七
〇
頁
、
一
部
私
に
句
読
点
を
付
す
。

（
19
）
池
田
弥
三
郎
他
編
『
歌
謡
Ⅰ　

記
紀
歌
謡　

神
楽
歌
・
催
馬
楽
』（
鑑
賞
日
本

古
典
文
学
第
四
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
六
五
年
初
版
、
引
用
は
一
九
九
〇
年
第

五
版
）
三
〇
七
頁

（
20
）
小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実
編
著
『
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
』
一
七
〇
頁
（
武

田
早
苗
担
当
）、
な
お
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
蔵
『
延
喜
式
』
巻

三
十
八
（172

・123

）
18
コ
マ
に
は
、「
凡
四
月
一
日
ニ
徹
二シ
冬
ノ
座
一ヲ
。
供
二
夏
ノ

御
座
一ヲ
。
十
月
一
日
ニ
徹
二
夏
ノ
座
一ヲ
供
二
、
冬
ノ
御
座
一ヲ
」
と
載
る
。

（
21
）「
夏
衣
」
に
対
す
る
「
冬
衣
」
を
歌
語
と
し
て
詠
む
例
は
『
伏
見
院
御
集
』
に

歌
題
と
し
て
「
冬
衣
」
を
も
つ
「
や
ま
あ
ゐ
の
を
み
の
衣
に
ゆ
き
ち
り
し　

く

も
井
の
に
は
そ
お
も
か
け
に
た
つ
」（
一
四
三
四
）
が
例
と
し
て
あ
る
。

（
22
）『
袖
中
抄
』
本
文
は
早
稲
田
大
学
蔵
、
文
庫
18
、1018-10　

63
コ
マ
に
よ
る
。

（
23
）
新
編
国
歌
大
観
（
日
本
歌
学
大
系
別
巻
2
を
底
本
と
す
る
）
も
初
句
は
「
わ

が
き
ぬ
は
」
と
あ
る
。

（
24
）「
作
者
名
「
つ
ら
ゆ
き
」
と
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
貫
之
集
に
見
え
ず
、
ま
た
他

文
献
に
も
「
貫
之
」
と
す
る
も
の
が
な
い
」
と
『
古
今
和
歌
六
帖
全
注
釈
』
第

一
帖
第
二
版
（
古
今
和
歌
六
帖
輪
読
会
、
二
〇
一
九
年
十
月https://w

w
w

.
lib.ocha.ac.jp/e-book/list_0002a.htm

l

）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
作
者
名
に

問
題
を
残
す
。

（
25
）『
和
漢
朗
詠
集
』
の
本
文
は
菅
野
禮
行
校
注
・
訳
『
和
漢
朗
詠
集
』（
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
19
、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

（
26
）『
伊
勢
物
語
』
初
段
は
以
下
の
と
お
り
。
本
文
は
石
田
穣
二
訳
注
『
新
版
伊
勢

物
語　

付
現
代
語
訳
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
一
九
七
九
年
）
一
部
表
記
を

私
に
改
め
た
。

　
　
　

 　

む
か
し
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良
の
京
、
春
日
の
里
に
、
し
る
よ
し
し

て
、
狩
に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住

み
け
り
。
こ
の
男
、
か
い
ま
見
て
け
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
ふ
る
里
に
、
い

と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
着
た
り
け

る
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。
そ
の
男
、
信
夫
摺
の
狩
衣

を
な
む
、
着
た
り
け
る
。

　
　
　

 　

春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず

　
　
　

 

と
な
む
、
お
ひ
つ
き
て
言
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も

や
思
ひ
け
む
。

　
　
　

 　

み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な

く
に

　
　
　

 

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔
人
は
、か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
、

し
け
る
。

 

（
な
か
だ　

こ
う
じ
）
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『催馬楽』「更衣」攷
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A Study of the song “Koromogae” from 
the Japanese Heian period song collection “Saibara”: 

A song that exists between classical studies and  
classical education

Koji NAKADA

Abstract

　 Japanese kanji have multiple readings.  In classical education, “koui (更衣 )” tends to be first 
learned and understood by students as the wife of the emperor.  On the other hand, “koromoga-
he” (koromogae), which means to change clothes according to the season, is also expressed by 
the same kanji, and there is a collection of poems titled “Saibara” that flourished in the Heian pe-
riod (794-1185) that uses this title.  The lyrics of this song, with its worldview of seeking a beloved 
partner, is fascinating, but it is rarely used as a teaching tool in the classroom.  Unlike the status 
system and annual events, how did people of the past express their love for each other by ex-
changing clothes? How can they be used as effective teaching materials in terms of education? 
Comparing with waka poetry, it is thought that there is knowledge and adapted lyrics by Heian 
courtesans in them.

Keywords:	 Saibara, Koromogae, Waka, Classical Education, Ise Monogatari (Tales of Ise)


